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一
、
は
じ
め
に

　
『
金
瓶
梅
』
と
い
う
小
説
は
、
中
国
で
は
じ
め
て
の
長
編
世
情
小
説
と
よ
ば

れ
る
。
明
中
葉
の
富
商
西
門
慶
と
い
う
人
物
の
一
族
の
日
常
生
活
を
描
い
て
い

る
。　

従
来
中
国
で
、
　
『
金
瓶
梅
』
の
思
想
に
対
す
る
言
及
は
、
充
分
に
は
行
な
わ

れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
よ
う
や
く
近
年
、
『
下
汐
梅
』
の
思
想
に
対
す

る
研
究
は
見
る
べ
き
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
が
、
問
題
と
す
べ
き
こ

と
が
ら
は
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
多
く
の
学
者
が
、
　
『
金
瓶
梅
鴫

の
中
に
は
、
欲
望
を
追
求
す
る
と
い
う
明
末
期
の
進
歩
思
想
を
肯
定
す
る
と
同

時
に
、
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
を
重
視
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
進
歩
の
欲
望

思
想
を
批
判
し
た
と
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
意
見
の
代
表
者
と
し
て
宋
克
夫
は
、
　
「
人
欲
の
正
視
と
人
生
の
困
惑
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ソ

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
『
金
瓶
梅
』
が
生
ま
れ
た
明
の
中
葉
で
は
、
商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
、

　
　
人
び
と
の
価
値
観
に
大
き
な
変
化
が
起
っ
た
。
時
代
の
風
習
の
表
現
と
し

　
　
て
、
金
貨
財
富
を
追
求
す
る
こ
と
や
、
繁
華
な
生
活
を
享
受
す
る
こ
と
や
、

　
　
色
欲
と
情
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
な
ど
が
、
人
々
の
価
値
観
を
構

　
　
成
し
た
。
『
金
上
梅
』
．
の
作
者
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
価
値
観
に
よ
っ
て

　
　
伝
統
的
な
価
値
観
の
体
系
に
対
す
る
攻
撃
を
客
観
的
に
表
現
す
る
一
方
で
、

　
　
倫
理
意
識
、
宗
教
意
識
と
生
命
意
識
を
も
っ
て
、
世
間
の
風
習
を
匡
正
す

　
　
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
作
者
自
身
が

　
　
矛
盾
と
困
惑
の
境
地
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
ま
た
、
も
う
一
人
の
学
者
支
沖
は
、
　
『
金
瓶
梅
』
の
思
想
の
欠
点
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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表
現
の
一
は
、
　
「
因
果
輪
廻
」
と
い
う
仏
教
の
小
乗
思
想
が
『
金
瓶
梅
』

　
　
の
書
中
を
つ
ら
ぬ
き
と
お
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
圧
迫
、

　
　
搾
取
、
謀
殺
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
恨
み
を
宿
命
の
せ
い
に
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
恨
み
の
解
消
は
仏
法
し
か
な
い
。
こ
れ
は
反
動
統
治
に
合
致
し
た

　
　
宗
教
的
阿
片
で
あ
り
、
書
中
の
重
要
な
思
想
毒
素
で
あ
る
。
…

　
こ
こ
で
、
宋
氏
と
支
氏
は
と
も
に
、
『
金
瓶
梅
』
の
作
者
は
明
未
期
の
「
個

性
解
放
」
と
い
う
民
主
主
義
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
明
の
中
葉
の
官
吏
兼
商

人
西
門
慶
の
↓
家
族
の
生
活
の
描
写
を
通
し
て
、
欲
望
思
想
を
提
唱
す
る
と
同

時
に
、
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
に
よ
っ
て
、
好
色
と
好
貨
の
欲
望
思
想

を
批
判
し
た
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
あ
く
ま
で
も
作
者
自
身
の
思
想
の
限
界
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
作
者
自
身
も
矛
盾
と
困
惑
に
陥
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

　
小
稿
は
、
宋
氏
と
支
氏
の
意
見
に
反
論
を
提
し
た
い
。
確
か
に
、
『
金
瓶
梅
』

の
中
で
は
、
明
末
期
の
欲
望
、
特
に
性
欲
の
快
楽
を
追
求
す
る
こ
と
を
肯
定
す

る
一
■
方
で
、
人
の
行
為
と
言
論
を
評
価
す
る
時
に
、
従
来
の
儒
教
と
仏
教
の
伝

統
道
徳
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
作
者
自
身
が
矛
肩
と
困
惑
に
陥
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
金
町
梅
』
の
中
で
は
、
欲
望
の
追

求
と
い
う
民
主
主
義
の
進
歩
思
想
と
従
来
の
儒
仏
の
道
徳
思
想
が
自
然
に
調
和

し
、
共
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
注
意
す
べ
き
は
、
明
の
時
代
に

は
、
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
も
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
中
国
の
士
大

夫
か
ら
市
民
階
層
に
ま
で
深
く
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
が

新
し
い
思
想
を
吸
収
す
る
と
き
も
、
一
般
的
に
は
、
伝
統
的
な
倫
理
道
徳
を
排

除
し
な
い
。
ま
た
、
伝
統
の
倫
理
道
徳
思
想
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行
動
と
言
論

を
批
評
す
る
こ
と
が
多
い
。
　
『
金
冠
梅
』
の
中
で
は
、
い
く
ら
儒
仏
の
思
想
を

も
っ
て
、
人
々
を
説
得
し
て
も
、
主
人
公
達
の
ほ
し
い
ま
ま
な
放
蕩
生
活
は
時

代
の
新
思
想
と
し
て
、
人
々
の
心
を
動
か
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
欲
望
を

追
求
す
る
と
い
う
進
歩
思
想
と
伝
統
的
な
倫
理
道
徳
思
想
は
自
然
に
調
和
し
、

共
存
し
て
き
た
。

　
本
稿
は
、
『
金
瓶
梅
』
が
生
み
出
さ
れ
た
明
の
中
葉
か
ら
末
期
に
か
け
て
の

哲
学
思
潮
、
社
会
環
境
、
文
学
思
想
と
明
の
知
識
人
の
考
え
と
の
関
連
を
考
察

し
た
上
で
、
『
金
瓶
梅
』
の
中
に
は
、
欲
望
を
追
求
す
る
と
い
う
進
歩
思
想
と

儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
が
自
然
に
調
和
し
、
共
存
し
て
い
る
点
を
論
じ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
　
『
金
瓶
梅
』
の
時
代
背
景
に
つ
い
て

　
『
金
瓶
梅
』
は
、
明
末
期
の
「
世
情
小
説
」
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
思
想
と

気
風
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で
は
、
主
に
明
の
中
葉
以
降

の
時
代
的
特
徴
を
考
察
し
て
、
『
再
録
梅
』
の
作
者
の
思
想
の
一
側
面
を
論
じ

て
み
た
い
。

　
『
三
瓶
梅
』
が
生
ま
れ
た
時
代
は
、
明
末
期
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
商
業
が
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非
常
に
繁
栄
し
た
。
商
人
達
は
裕
福
な
生
活
を
し
、
ま
た
、
商
人
の
社
会
的
地

位
も
高
ま
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
反
し
て
儒
教
の
伝
統
倫
理
道
徳
の
代
表
で
あ
る

程
朱
理
学
の
指
導
的
地
位
が
動
揺
し
、
新
し
い
社
会
思
想
が
生
み
出
さ
れ
た
。

　
思
想
家
の
王
守
仁
（
一
四
七
二
～
一
五
二
八
）
は
、
　
「
良
知
は
た
だ
是
非
の

　
　
　
　
ヨ
　

心
の
み
」
と
い
う
認
識
論
を
提
出
し
た
。
こ
の
理
論
は
、
従
来
の
聖
人
の
言
行

に
よ
っ
て
、
是
と
非
を
判
断
す
る
基
準
に
反
対
し
、
個
人
も
是
非
を
判
断
す
る

能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
吉
川
幸
次
郎
は
、
明
代
の
文
学
と
思
想
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
る
ロ

述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
の
時
に
王
陽
明
の
儒
学
が
流
行
し
た
こ
と
は
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で

　
　
は
な
い
。
王
陽
明
の
儒
学
は
主
観
主
義
で
あ
り
、
万
物
は
み
な
己
れ
の

　
　
心
の
中
に
備
わ
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
己
れ
は
万
物
を
認
識
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
心
さ
え
純
粋
に
す
れ
ば
立
派
な
人
間
に
な

　
　
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
陽
明
の
学
問
が
流
行
し
た
こ
と
は
、

　
　
こ
の
時
代
に
お
け
る
直
情
径
行
の
尊
重
の
別
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
と
言
っ

　
　
て
よ
い
。
李
卓
吾
も
そ
う
し
た
人
間
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
注
意
し
た
い
の
は
、
当
時
、
王
陽
明
の
主
観
主
義
的
な
儒
学
の
影

響
の
も
と
で
、
世
の
中
で
異
端
的
な
思
想
も
受
容
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。

男
囚
吾
は
そ
の
異
端
思
想
家
の
代
表
的
な
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
李
卓
吾
（
一
五
二
七
～
一
六
〇
二
）
は
王
陽
明
に
傾
倒
し
、
自
己
の
判
断
に

よ
っ
て
、
新
し
い
価
値
観
を
つ
く
り
出
し
た
。
彼
は
「
答
郡
明
府
書
」
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
り

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
ど
ん
な
浅
近
な
言
葉
で
も
真
聖
人
の
言
で
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
う
だ

　
　
と
す
れ
ば
天
下
に
一
人
と
し
て
真
聖
人
で
な
い
も
の
は
な
い
こ
と
は
明

　
　
ら
か
だ
。
…
…
衆
人
が
毎
日
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
揚
げ
れ
ば
、
以

　
　
下
の
こ
と
に
尽
き
よ
う
。
貨
を
好
む
こ
と
、
色
を
好
む
こ
と
、
学
問
に

　
　
勤
め
る
こ
と
、
進
ん
で
取
る
こ
と
、
多
く
金
宝
を
積
む
こ
と
、
多
く
田

　
　
宅
を
買
っ
て
子
孫
の
た
め
に
は
か
る
こ
と
、
博
く
風
水
を
求
め
て
子
孫

　
　
の
幸
福
を
為
す
こ
と
。

　
こ
こ
で
李
卓
吾
は
、
学
問
の
進
取
と
官
界
を
歩
む
こ
と
を
栄
誉
と
し
、
好
貨
、

好
色
の
こ
と
を
恥
じ
る
と
い
う
、
従
来
の
儒
教
の
価
値
観
を
徹
底
的
に
否
定
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
好
貨
、
好
色
の
欲
望
を
も
つ
人
間
も
「
真
聖
△

の
資
格
を
有
し
て
い
る
と
す
る
の
は
李
卓
吾
の
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彼
は
「
答
郡
石
窯
書
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
衣
服
を
着
て
飯
を
食
う
こ
と
は
人
間
の
基
本
道
理
で
あ
る
。
衣
服
を
着

　
　
て
飯
を
食
う
こ
と
を
除
い
て
は
人
間
の
価
値
は
な
く
な
る
。
世
間
の
何

　
　
も
か
も
が
み
な
衣
と
飯
と
に
関
係
し
た
こ
と
が
ら
ば
か
り
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
李
卓
吾
は
、
儒
家
が
も
っ
と
も
重
視
し
た
「
出
で
て
は
則
ち
公
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

に
事
え
、
入
り
て
は
則
ち
父
兄
に
事
う
」
、
「
身
を
修
め
、
家
を
斉
へ
、
国
を
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治
め
、
天
下
を
平
ら
か
に
む
，
．
る
こ
と
を
基
盤
と
す
る
倫
理
道
徳
を
徹
底
的
に

否
定
し
、
　
「
穿
衣
喫
飯
、
即
ち
是
れ
人
倫
の
物
理
」
と
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
．

中
国
で
は
、
道
徳
の
本
性
こ
そ
が
人
間
の
本
質
で
あ
り
、
生
存
欲
や
私
的
欲
望

な
ど
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
面
に
出
す
の
は
人
を
禽
獣
な
み
に
す
る
も
の
だ
、
と

い
う
考
え
方
が
一
般
的
だ
っ
た
。
そ
う
t
た
常
識
に
、
李
卓
吾
は
大
胆
に
挑
み
、

日
常
生
活
の
中
に
お
い
て
こ
そ
人
間
の
真
価
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
見
出

し
た
の
で
あ
る
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
李
卓
吾
の
思
想
の
中
核
で
あ
る
人
間
の
欲
望
と
、
朱
烹

と
二
三
が
提
唱
し
た
「
天
理
」
は
実
は
同
等
の
も
の
で
あ
る
。
耳
糞
吾
は
、
人

の
欲
望
、
食
欲
、
情
欲
、
性
欲
な
ど
を
充
分
に
肯
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
、
従
来
は
好
餌
、
好
色
に
対
し
て
や
や
も
す
れ

ば
否
定
的
、
隠
蔽
的
で
あ
っ
た
士
大
夫
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
に
な
く
寛
容

な
開
放
的
態
度
を
と
ら
し
め
る
に
至
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
当
時
の
士
大
夫
の
中
に
は
、
揮
る
こ
と
な
く
自
ら
の
好
貨
、
好
色

に
つ
い
て
語
る
者
も
い
た
。
例
え
ば
、
文
学
家
の
張
岱
は
「
自
為
墓
誌
銘
」
の

中
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
砺
伽

　
　
蜀
人
、
張
岱
は
、
号
は
陶
庵
で
あ
る
。
わ
か
い
時
に
貴
族
の
子
弟
と
し

　
　
て
、
大
変
派
手
好
き
だ
っ
た
。
豪
華
な
住
宅
を
好
み
、
美
女
を
好
み
、

　
　
わ
か
い
美
男
子
を
好
み
、
派
手
な
衣
裳
を
好
み
、
美
食
を
好
み
、
飾
り

　
　
灯
籠
を
か
け
て
い
る
夜
景
を
好
み
、
花
火
を
好
み
、
歌
舞
、
演
劇
を
好

　
　
　
み
、
楽
器
の
演
奏
を
好
み
、
骨
董
品
を
好
み
、
花
鳥
を
好
み
、
さ
ら
に

　
　
　
お
茶
に
ふ
け
り
、
酒
を
た
し
な
ん
だ
…
。

　
　
こ
こ
で
、
張
子
は
自
己
の
好
み
を
列
挙
し
た
、
そ
の
向
容
は
「
極
愛
繁
華
、

好
精
舎
、
好
美
女
、
…
…
好
美
食
」
な
ど
で
あ
る
．
墓
誌
銘
と
い
う
文
章
は
、

死
者
の
事
跡
、
徳
行
な
ど
を
記
録
し
て
、
後
世
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
儒
教

の
「
忠
君
、
事
父
」
は
士
大
夫
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
徳
目
で
あ
る
。

中
国
の
文
人
は
み
な
表
向
き
儒
教
徒
で
あ
る
。
儒
教
徒
で
あ
る
以
上
、
完
全
な

禁
欲
主
義
で
は
な
い
と
し
て
も
、
欲
望
は
抑
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
好
色
、
好

美
食
な
ど
は
決
し
て
美
徳
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
張
岱
は
わ
ざ

わ
ざ
墓
誌
銘
の
な
か
で
自
分
は
放
縦
淫
靡
な
生
活
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
を
宣

言
し
た
。
他
の
時
代
な
ら
ば
、
士
大
夫
の
墓
誌
銘
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書

く
の
は
、
礼
を
失
し
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
は
士
大
夫
の
節
操
に
対
す
る

ゆ
ゆ
し
き
冒
漬
と
し
て
一
顧
だ
に
さ
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
ま
た
、
明
の
有
名
な
文
学
者
衰
宏
道
（
一
五
六
八
～
↓
六
一
〇
〉
は
「
襲
惟

．
長
先
生
」
の
中
で
、
快
楽
主
義
を
提
唱
し
て
い
華
一
道
の
快
楽
説
に
よ
れ

ば
、
人
生
の
最
高
の
楽
し
み
は
、
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
、
美
し
い
音

楽
を
鑑
賞
す
る
こ
と
、
美
女
た
ち
と
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
士
と
し
て
、

も
し
こ
ん
な
生
き
方
が
で
き
た
ら
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
恥
じ
る
こ
と
が
な
い

し
、
死
ん
だ
の
ち
も
、
こ
の
よ
う
な
す
て
き
な
生
き
方
が
い
つ
ま
で
も
伝
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
、
嚢
宏
道
は
儒
教
の
立
身
出
世
な
ど
に
は
一
切
ふ
れ
な
い
。
た
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だ
、
感
覚
的
快
楽
を
享
受
す
る
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
世
の

指
導
者
た
る
べ
き
文
人
士
大
夫
の
精
神
風
景
と
い
え
よ
う
。

　
士
大
夫
た
ち
は
み
ん
な
欲
望
の
中
に
沈
潜
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
代
全
体
の

社
会
環
境
と
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
高
官
た
ち
か
ら
一
般
の
庶

民
ま
で
、
み
な
美
食
、
好
貨
、
好
色
は
ご
く
自
然
な
こ
と
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
張
翰
は
『
松
窓
夢
語
』
の
中
で
、
明
代
の
社
会
気
風
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
ロ
け
ね

に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま

　
　
世
俗
は
欲
を
縦
に
す
る
を
以
て
尚
と
為
す
。
人
情
は
放
蕩
を
以
て
快
し

　
　
と
為
す
。

　
こ
こ
で
、
張
翰
は
明
代
の
世
の
中
の
人
々
が
み
ん
な
欲
望
を
追
求
し
て
、
放

増
な
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
生
き
方
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
明
代
の
普
通
の

人
4
の
生
き
方
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
時
代
の
文
学
も
社
会
思
想
と
同
じ
く
欲
望
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
人
々
の

生
活
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
は
数
多
い
。
蘭
陵
笑
笑
語
の

『
金
瓶
梅
』
、
漏
省
思
の
『
暴
言
』
、
雪
濠
初
の
『
二
拍
』
、
湯
顕
祖
の
『
牡

丹
亭
』
な
ど
は
こ
の
時
代
の
代
表
的
作
品
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
品
の
作
者
は
皆
自
覚
的
に
好
色
と
好
餌
と
い
う
欲
望
思
想
を
提

唱
し
た
。
例
え
ば
、
　
『
金
瓶
梅
』
の
作
者
は
『
金
玉
梅
』
の
第
一
回
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
い
っ
た
い
、
情
は
本
体
、
色
は
は
た
ら
き
で
す
か
ら
、
色
は
目
に
あ
ら

　
　
わ
れ
情
は
心
に
や
ど
る
、
情
と
色
と
は
相
生
相
剋
、
心
と
目
と
は
な
か

　
　
ま
同
士
と
い
う
関
係
。
昔
か
ら
今
ま
で
、
聖
人
君
子
と
い
え
ど
も
こ
れ

　
　
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
こ
こ
で
、
『
金
瓶
梅
』
の
作
者
は
、
人
間
の
情
欲
は
ご
く
自
然
の
も
の
で
あ

り
、
古
今
の
聖
人
た
ち
も
同
じ
だ
と
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ロ

　
ま
た
、
蓑
宏
道
は
「
徳
山
塵
談
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
た
ち
ま
ち
美
色
を
見
て
心
を
迷
わ
す
、
た
ち
ま
ち
金
銀
を
見
て
心
を
動

　
　
か
す
。
此
れ
亦
た
暴
言
に
出
つ
る
に
非
ざ
る
な
り
。

　
婁
宏
道
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
し
て
、
情
欲
を
も
ち
貧
欲
で
あ
る
こ
と
は
欠
点

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
情
欲
を
も
ち
財
欲
で
あ
る
こ
と
は
正
常
な

人
間
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
明
の
時
代
の
特
徴

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
金
瓶
梅
』
の
作
者
は
、
こ
の
時
代
の
気
風
に
あ
わ
せ
て
、
特
に
好
貨
と
好

色
と
い
う
欲
望
を
肯
定
す
る
考
え
を
提
唱
し
て
い
る
。
　
『
金
瓶
梅
』
で
は
、
商

人
で
あ
っ
た
西
門
慶
と
い
う
男
が
、
薬
屋
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
商
売
の
範
囲
を

手
広
く
拡
大
し
、
金
の
力
に
よ
っ
て
、
時
の
権
力
者
に
媚
び
入
り
、
官
職
を
獲

得
し
た
。
そ
の
後
は
、
そ
の
地
位
・
権
勢
を
利
用
し
て
、
い
っ
そ
う
、
金
と
色

の
欲
望
を
逞
し
く
す
る
。
…

　
『
金
瓶
梅
』
の
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
好
望
、
好
色
の
思
想
こ
そ
が
作
品
の
中

心
的
主
題
で
あ
る
。
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以
上
、
『
金
髪
梅
』
登
場
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
、

明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
．
『
金
瓶
梅
』
の
作

者
は
明
中
葉
の
富
商
西
門
慶
の
一
族
の
生
活
を
描
い
た
。
書
中
人
物
の
考
え
方

の
主
要
な
傾
向
は
好
貨
、
好
色
だ
と
思
わ
れ
る
。
『
応
需
梅
』
の
作
者
は
明
中

葉
以
降
の
欲
望
を
追
求
す
る
と
い
う
進
歩
思
想
を
提
唱
し
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
　
『
酒
瓶
梅
』
中
の
人
物
の
言
論
に
つ
い
て

　
社
会
思
潮
と
し
て
好
色
、
好
貨
の
気
風
が
存
在
し
、
世
の
中
に
放
縦
、
贅
沢

な
生
活
を
送
る
者
が
多
く
現
れ
た
。
し
か
し
、
欲
望
を
言
熟
す
る
こ
と
が
明
の

気
風
に
な
る
一
方
で
、
庶
民
た
ち
の
意
識
の
中
に
は
、
儒
教
の
倫
理
道
徳
と
仏

教
の
因
果
応
報
、
輪
廻
転
生
の
思
想
も
根
づ
よ
か
っ
た
。
こ
の
時
代
の
文
学
作

品
も
儒
教
と
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
、
儒
教
の
倫
理
道
徳
と
仏
教
の
因
果
応
報

と
輪
廻
転
生
の
説
を
利
用
し
て
、
放
縦
淫
靡
な
生
活
を
し
て
い
る
人
々
を
警
告

し
た
。
　
『
金
瓶
梅
』
も
例
外
で
は
な
い
。

　
こ
の
章
は
、
ま
ず
『
金
瓶
梅
』
の
中
の
登
場
人
物
の
言
論
に
つ
い
て
論
述
し

て
み
た
い
。

　
『
金
瓶
梅
』
の
主
人
公
、
西
門
慶
は
、
成
り
あ
が
り
者
で
あ
る
。
道
楽
事
は

な
ん
で
も
一
通
り
で
き
る
が
、
教
養
は
微
塵
も
な
い
。
そ
ん
な
男
が
、
　
『
金
駆

梅
』
の
第
六
十
九
回
の
中
で
、
昔
高
官
で
あ
っ
た
王
招
宣
の
孫
王
三
官
が
毎
日

女
遊
び
ば
か
り
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
魏
。

　
　
あ
の
家
も
運
が
悪
い
や
、
あ
ん
な
不
肖
の
息
子
を
出
す
な
ん
て
。
先
祖

　
　
は
由
緒
正
し
い
し
、
招
宣
に
ま
で
な
り
、
あ
の
男
も
折
角
武
官
候
補
生

　
　
に
な
り
な
が
ら
、
試
験
勉
強
も
し
な
い
し
…
…
。
昼
も
夜
も
、
た
だ
あ

　
　
の
ゴ
ロ
ツ
キ
ど
も
と
一
緒
に
廓
で
女
遊
び
、
女
房
の
髪
飾
り
ま
で
持
ち

　
　
出
し
て
金
に
か
え
る
始
末
だ
。
と
っ
て
二
十
歳
に
も
な
ら
な
い
鼻
た
れ

　
　
小
僧
の
く
せ
に
ね
。
て
ん
で
な
つ
と
ら
ん
。

　
こ
こ
で
、
西
門
慶
は
儒
教
の
立
身
出
世
思
想
に
基
い
て
、
王
三
官
の
非
礼
の

行
動
を
批
判
し
た
。
西
門
慶
は
決
し
て
儒
者
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
熱
狂
的
な

ま
で
の
好
色
者
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
儒
教
の
伝
統
思
想
は
こ
ん
な
人
物

の
意
識
の
中
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
。
当
時
の
人
々
の
意
識
の
中
に
儒
教
の
伝

統
が
い
か
に
強
い
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
『
金
瓶
梅
』
の
十
八
回
の
中
で
、
李
瓶
児
と
蒋
竹
山
の
結
婚
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ほ
　

し
て
、
孟
玉
楼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
だ
い
た
い
亭
主
が
死
ん
で
か
ら
い
く
ら
も
時
が
た
た
ず
、
喪
も
ま
だ
明

　
　
け
な
い
う
ち
に
、
人
の
と
こ
ろ
へ
か
た
つ
く
の
が
よ
く
な
い
わ
。

　
こ
こ
で
、
孟
玉
楼
は
や
は
り
儒
教
の
婦
徳
に
よ
っ
て
、
土
瓶
児
の
行
動
を
批

判
し
た
。
ま
た
、
こ
の
婦
徳
に
違
反
す
る
社
会
現
象
に
対
し
て
、
呉
月
娘
の
批

判
は
も
っ
と
も
激
し
い
と
思
う
。
彼
女
は
孟
玉
楼
の
あ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
ぬ

う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
時
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
っ
た
っ
て
、
亭
主
の
喪
が
明
け
な
い
う
ち
に
、
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ふ
ら
ふ
ら
と
人
の
と
こ
ろ
へ
か
た
づ
い
た
の
は
、
一
人
だ
け
し
か
し
ら
ね

　
　
え
。
あ
の
す
べ
た
の
よ
う
に
、
一
日
じ
ゅ
う
男
と
い
っ
し
ょ
に
酒
の
中

　
　
で
眠
っ
て
酒
の
中
で
こ
ろ
ぶ
人
が
、
貞
操
な
ん
ぞ
守
る
も
ん
で
す
か
。

　
孟
玉
楼
と
播
金
蓮
は
二
人
と
も
喪
の
明
け
な
い
う
ち
に
再
婚
し
た
。
こ
れ
も

明
代
に
普
通
の
社
会
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
孟
玉
楼
の
意
識
の
中
に
は
、
儒

教
の
婦
徳
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
．
「
資
財
娘
は
毎
月
三
度
、
お
精
進
を
し
、
七
の
日
に
な
る
と
、
香
を

焚
い
て
星
を
お
が
み
、
夜
更
け
天
に
向
か
っ
て
祈
り
を
捧
げ
、
ど
う
ぞ
夫
を
助

け
て
あ
の
人
が
一
日
も
速
く
心
を
い
れ
か
え
て
家
の
め
ん
ど
う
を
み
て
く
れ
る

よ
う
に
、
ま
た
早
く
男
の
子
を
生
ん
で
一
生
の
見
込
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
ね

よ
う
に
と
、
お
願
い
し
て
る
の
で
す
」
。
こ
れ
も
儒
教
の
「
不
孝
に
三
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ソ

後
無
き
を
大
と
為
す
」
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
祈
祷
の
儀
式
は

仏
教
の
も
の
と
思
わ
耽
る
。
書
中
に
は
、
多
く
の
場
面
で
、
呉
月
娘
は
家
で
定

期
的
に
尼
僧
か
ら
説
経
を
聞
く
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
仏
教

経
典
の
講
釈
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
富
家
の
婦
人
の
生
活
内
容
の
一

部
で
あ
ろ
う
。
薦
夢
龍
の
「
三
皇
」
、
凌
濠
初
の
「
二
拍
」
の
中
で
も
そ
の
よ

う
な
場
面
が
多
い
。
、
当
時
、
仏
教
の
影
響
も
相
当
な
勢
力
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
書
中
の
人
物
は
と
き
ど
き
に
仏
教
の
因
果
応
報
の
思
想
の
議
論
を
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
第
九
十
一
回
の
中
に
、
町
中
の
人
々
は
孟
玉
楼
が
嫁
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

く
の
様
子
を
み
て
、
次
の
よ
う
に
議
論
し
て
い
る
。

　
　
見
ろ
、
西
門
慶
の
家
の
、
三
番
目
の
妾
が
、
嫁
に
ゆ
く
ん
だ
ぜ
。
あ
の

　
　
野
郎
生
き
て
た
時
は
、
む
ち
ゃ
な
こ
と
ば
か
り
や
ら
か
し
、
欲
ば
り
で

　
　
助
平
で
、
人
の
女
房
ま
で
た
ら
し
こ
み
や
が
つ
た
か
ら
、
さ
て
死
ん
で

　
　
し
ま
う
と
、
女
房
ど
も
が
、
嫁
に
い
っ
た
り
、
持
ち
逃
げ
し
た
り
、
ま

　
　
お
と
こ
し
た
り
、
泥
棒
し
た
り
、
そ
れ
こ
そ
錐
の
毛
み
た
い
に
、
根
こ

　
　
そ
ぎ
む
し
り
取
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
三
十
年
目
の
報
い
、
な

　
　
ん
て
こ
と
わ
ざ
に
は
い
う
が
、
も
う
目
の
前
に
報
い
が
来
て
る
よ
。

　
こ
こ
で
、
町
中
の
人
々
が
、
孟
玉
楼
が
嫁
に
い
く
の
は
、
西
門
慶
が
生
き
て

い
る
時
に
、
人
の
妻
に
手
を
だ
し
て
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
し
た
報
い
だ
と
議
論

し
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
作
者
の
作
り
話
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
『
擦
筆
梅
』
の
人
物
の
描
写
に
つ
い
て
、
後
の
学
者
は
こ
の
真
実
性
に
対
し

て
高
い
評
価
を
与
え
た
。
鄭
振
鐸
は
「
談
『
金
瓶
品
詞
話
』
」
の
中
で
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
ロ
ふ
ロ

う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
本
当
の
中
国
社
会
の
諸
相
を
表
現
し
た
も
の
は
『
金
瓶
梅
』
の
ほ
か
に

　
　
は
見
い
だ
し
え
な
い
。

　
ま
た
、
劉
大
傑
は
『
中
国
文
学
発
展
史
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
論
述
し
て

　
ハ
れ
ね

い
る
。

　
　
西
門
慶
は
『
金
嵩
梅
』
と
い
う
本
の
中
で
死
ん
だ
。
し
か
し
、
彼
は
旧

　
　
社
会
の
中
で
は
ま
だ
死
ん
で
な
い
。
彼
だ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
彼
の

　
　
周
り
の
人
間
が
皆
ま
だ
死
ん
で
な
い
。
…
…
『
金
壷
梅
』
の
価
値
は
あ
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の
暗
い
社
会
の
真
実
の
内
部
景
色
を
描
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
た
こ

　
　
と
に
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
鄭
振
鐸
と
劉
大
嘗
は
、
『
金
瓶
華
』
の
人
物
の
描
写
の
真
実
性
が

非
常
に
高
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
『
金
面
梅
』
の
人
物
の
行
動
か
ら
言

論
ま
で
現
実
社
会
の
人
間
と
ま
る
で
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
れ
ば
、

『
金
瓶
梅
』
の
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
は
必
ず
し
も
作
者
の
主
観
的
な

考
え
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
上
述
の
よ
う
に
、
　
『
金
瓶
梅
』
の
書
中
の
登
場
人
物
の
行
動
と
言
論
も
相
当

に
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

作
者
が
意
識
し
て
強
調
す
る
も
の
で
は
な
く
、
作
者
が
た
だ
忠
実
に
こ
の
時
代

の
庶
民
の
生
活
を
再
現
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
書
中
に
み
え
る
作
者
の
評
語
に
つ
い
て

　
『
酢
瓶
梅
』
の
中
に
は
、
作
者
自
身
の
意
見
が
非
常
に
多
い
と
い
わ
れ
る
。

作
者
は
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
の
指
導
の
も
と
で
、
書
中
人
物
の
非
礼

の
行
動
と
言
論
を
批
判
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
一
部
の
学
者
の
考
え
で
あ
る
。

　
こ
の
章
で
は
、
主
に
こ
の
作
者
自
身
の
意
見
を
考
察
し
た
い
。

　
確
か
に
、
『
金
瓶
梅
』
の
作
者
は
、
書
中
に
発
生
し
た
事
件
に
対
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
評
論
を
下
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
金
隠
梅
』
だ
け
の
現
象
で
は

な
い
。
明
代
の
小
説
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
金
瓶
梅
』
の

作
者
の
直
接
的
な
評
論
は
ほ
と
ん
ど
詩
、
詞
、
諺
な
ど
の
形
式
で
表
現
さ
れ
た
。

諺
は
元
代
と
明
代
の
戯
曲
、
長
編
と
短
編
小
説
の
中
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
形
式
は
『
金
瓶
梅
』
前
後
の
話
本
小
説
な
ど
の
文
学
作
品
の
中
に

も
よ
く
使
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
　
『
金
瓶
梅
』
の
第
七
十
五
回
の
中
で
、
回
頭
の

詩
の
後
に
、
作
者
は
「
善
に
は
善
報
が
あ
り
、
悪
に
は
悪
報
が
あ
る
」
の
諺
が

引
用
さ
れ
た
。
こ
の
諺
は
元
代
の
無
名
氏
の
『
来
生
債
・
一
折
』
、
明
代
の
薦

夢
龍
の
『
醒
世
恒
言
』
の
三
十
三
回
、
徐
元
の
『
八
義
記
』
、
ま
た
『
西
湖
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

集
』
の
巻
胴
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
金
瓶
梅
』
の
第
三
十
三
回
の
冒
頭
詩
は
、
西
門
慶
の
好
運
（
男
の

子
を
生
ま
れ
、
官
職
を
手
に
入
れ
た
こ
と
）
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
評
論
し

　
　
ロ
　
ロ

て
い
る
。

　
　
身
の
行
く
す
え
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
立
身
出
世
は
求
め
ま
い
、
金
銀
財
宝

　
　
積
ん
だ
と
て
、
運
賦
天
賦
に
ゃ
か
な
わ
な
い
。

　
八
十
八
回
に
、
春
梅
の
幸
運
に
つ
い
て
、
作
者
は
次
の
詩
で
評
論
し
て
帳
群
。

　
　
昔
仕
え
た
主
な
れ
ど
、
い
ま
は
お
さ
ら
ば
別
の
主
、
よ
ろ
ず
前
世
の
定

　
　
め
ご
と
、
あ
く
せ
く
す
る
の
も
無
理
は
な
い
。

　
九
十
八
回
に
、
次
回
の
陳
経
済
の
死
に
対
し
て
、
作
者
は
次
の
よ
う
に
評
論

　
　
　
　
ゐ
ロ

し
て
い
る
。

　
　
一
挙
さ
ん
、
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
こ
の
と
き
、
陸
乗
義
が
こ
ん
な
こ
と

　
　
を
言
い
出
し
た
ば
っ
か
り
に
、
一
人
の
人
間
を
非
業
に
死
な
せ
る
こ
と
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に
な
り
陳
経
済
が
ま
こ
と
に
苦
し
い
、
ま
こ
と
に
む
ご
い
最
後
を
遂
げ

　
　
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
正
に
、
　
「
す
べ
て
前
世
の
約
束
こ
と
、
ち
ょ
っ

　
　
と
も
人
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
1

　
こ
れ
ら
の
詩
の
内
容
は
「
生
死
は
命
に
よ
り
、
富
貴
は
天
に
あ
る
」
と
い
う

諺
の
思
想
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
諺
「
生
死
は
命
に
あ
り
、
富
貴
は
天
に
在

る
」
ど
は
『
論
語
』
の
「
顔
二
二
」
に
み
え
る
こ
と
ば
。
こ
れ
は
孔
子
の
論
述

で
あ
る
。
し
か
し
、
元
代
、
明
代
に
至
っ
て
は
、
も
う
す
で
に
庶
民
の
諺
に
な
っ

た
。
こ
の
現
象
か
ら
見
れ
ば
、
書
中
の
作
者
の
こ
れ
ら
の
議
論
は
た
だ
庶
民
意

識
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
明
代
の
知
識
人
は
普
通
の

庶
民
た
ち
と
同
じ
く
欲
望
を
追
求
す
る
進
歩
思
想
を
持
つ
が
、
一
方
で
は
、
伝

統
的
な
も
の
を
捨
て
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
現
象
は
当
時

の
人
か
ら
見
れ
ば
、
不
思
議
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
一
例
を
あ
げ
た
い
。
こ
れ
は
明
代
の
文
人
の
『
金
瓶
梅
』
の
刊
行

に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
沈
徳
符
（
一
五
七
八
～
一
六
四
二
）
の
『
万
暦
野
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ふ
　

編
』
巻
二
十
五
に
あ
る
『
金
瓶
梅
』
の
条
で
あ
る
。

　
　
…
…
蘇
州
の
友
人
漏
猶
龍
が
そ
れ
（
『
不
肖
梅
』
の
写
本
）
を
見
て
驚

　
　
喜
し
、
書
坊
に
高
い
値
段
で
買
い
取
っ
て
刊
行
す
る
よ
う
に
勧
め
た
。

　
　
馬
仲
良
は
そ
の
時
墨
差
関
の
徴
税
官
で
あ
っ
て
、
や
は
り
私
に
書
店
の

　
　
求
め
に
応
じ
て
、
人
々
の
磯
を
い
や
す
よ
う
に
と
勧
め
た
。
私
は
「
こ

　
　
う
し
た
書
物
は
き
っ
と
だ
れ
か
が
出
版
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一
度

　
　
出
版
さ
れ
て
家
々
に
伝
わ
る
と
、
人
の
心
を
だ
め
に
す
る
で
し
ょ
う
。

　
　
将
来
、
閻
魔
様
が
そ
の
禍
の
始
め
を
追
求
し
た
ら
、
私
は
申
し
開
き
が

　
　
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
は
出
版
に
よ
っ
て
地
獄
に
落
ち
る

　
　
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
」
。
仲
良
は
「
そ
の
通
り
だ
」
と
い
っ
た
の

　
　
で
、
そ
の
ま
ま
筐
底
に
ひ
め
て
お
い
た
。
い
く
ら
も
し
な
い
う
ち
に
、

　
　
蘇
州
で
は
そ
れ
を
国
門
に
懸
け
た
バ
『
金
工
梅
』
が
出
版
さ
れ
た
）
の

　
　
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
漏
夢
龍
は
沈
徳
符
が
衰
中
道
の
も
と
で
手
に
い
れ
た
『
金
町
梅
』

の
写
本
を
読
ん
で
感
動
し
、
そ
れ
を
書
店
に
高
い
値
段
で
買
い
取
っ
て
出
版
す

る
よ
う
に
勧
め
た
。
し
か
し
、
無
徳
符
が
も
し
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
ら
、
社

会
の
気
風
が
さ
ら
に
乱
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
こ
の
責
任
を
取
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
沈
徳
島
は
儒
教
と
仏
教
の
道
徳
思
想
の
影
響
を

受
け
て
、
こ
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
代
の
文
人
の
真
実
の
心
理

を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
．
れ
る
。

　
ま
た
、
荒
木
猛
と
バ
ト
リ
ッ
ク
・
ハ
ン
ナ
ン
の
研
究
に
よ
る
と
、
『
金
瓶
梅
』

の
作
者
は
『
金
二
幅
』
の
中
で
『
水
潜
函
』
の
外
に
、
口
語
の
短
篇
小
説
（
話

本
小
説
）
や
、
戯
曲
・
俗
曲
等
を
素
材
と
し
て
駆
使
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ね

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
『
金
瓶
梅
』
の
作
者
の
批
評
も
個
別

的
な
現
象
で
は
な
く
、
明
代
の
通
俗
文
学
作
品
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
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ま
た
、
当
時
の
庶
民
か
ら
み
れ
ば
、
作
者
の
評
語
の
中
に
儒
仏
夏
引
の
伝
統

道
徳
思
想
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
当
時
、
こ
れ
ら
の
詩
、
詞
、
諺
な
ど
が
通
俗
文
学
作
品
の
中
に
よ
く
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
庶
民
た
ち
も
な
れ
て
き
た
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
説
教
は
も
う
す

で
に
庶
民
た
ち
の
日
常
茶
飯
事
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
　
『
三
瓶
梅
』
の
中
の
作
者
の
評
語
は
、
全
体

と
し
て
い
え
ば
、
元
代
、
明
代
の
長
編
・
短
編
小
説
、
戯
曲
な
ど
の
文
学
作
品

の
中
の
作
者
の
評
語
と
全
く
同
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
金

瓶
梅
』
の
作
者
の
評
語
は
、
明
代
の
通
俗
文
学
作
品
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。五

、
伝
統
思
想
と
「
真
性
情
」

　
『
金
瓶
梅
』
の
中
で
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
儒
教
、
仏
教
の
伝
統

思
想
に
よ
る
表
現
と
説
教
が
多
い
。
こ
れ
も
、
明
代
の
通
俗
文
学
作
品
の
一
つ

の
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
明
代
の
知
識
人
は
、
庶
民
の
自
由
な
生
き
方

に
あ
こ
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
庶
民
の
文
芸
で
あ
っ
た
小
説
・
戯
曲
・
歌
謡
を

喜
び
求
め
た
。
こ
れ
は
明
代
の
知
識
人
が
人
間
の
「
真
性
情
」
、
つ
ま
り
人
間

の
本
音
を
求
め
る
と
い
う
思
潮
と
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
こ
の
点

に
つ
い
て
も
考
え
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
、
『
金
野
梅
』
の
中
で
、
描
写
さ
れ
た
人
物
の

「
真
性
情
」
．
で
あ
る
。
書
中
の
人
物
は
ま
る
で
当
時
の
庶
民
た
ち
の
反
映
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
当
時
の
知
識
人
の
求
め
る
現
実
生
活
の
「
真
性
情
」
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
、
　
『
金
建
梅
』
以
外
の
、
一
例
を
あ
げ
た
い
。
明
末
の
文
学
者
の

嚢
中
道
は
「
回
山
伝
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
自
分
は
若
い
こ
ろ
書
中
の
人
物
、

回
君
と
親
し
く
付
き
合
い
、
酒
を
飲
み
歩
い
て
い
た
。
そ
れ
を
人
々
が
と
が
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゆ
　

た
の
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

　
　
君
達
な
ど
は
、
と
も
に
飲
む
に
足
り
ぬ
。
君
達
の
飲
み
方
を
見
る
と
、

　
　
心
は
ほ
か
に
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
目
は
な
に
か
を
見
つ
め

　
　
て
い
る
よ
う
だ
。
手
に
杯
を
持
っ
て
い
て
も
、
心
は
よ
そ
に
行
っ
て
い

　
　
る
。
無
理
に
ち
ょ
っ
と
笑
っ
た
か
と
思
う
と
、
も
う
難
し
い
顔
を
し
て

　
　
い
る
。
身
に
は
い
つ
も
大
事
を
抱
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
す
ぐ
に
帰
っ

　
　
て
し
ま
う
。
た
ま
に
ち
ょ
っ
と
酔
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
無
理
に
自
重

　
　
し
て
、
黙
り
込
ん
で
し
ま
う
。

　
　
い
っ
た
い
人
生
は
、
つ
ら
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
楽
し
い
と
い
え
る

　
　
の
は
杯
を
と
っ
た
一
時
ぐ
ら
い
な
も
の
。
…

　
　
だ
が
、
回
は
ち
が
う
。
酒
が
飲
み
た
い
と
思
っ
て
い
て
、
酒
が
目
の
前

　
　
に
現
れ
る
と
、
あ
た
か
も
病
に
薬
を
得
た
か
の
よ
う
…
。
耳
目
は
一
箇

　
　
断
に
集
中
し
、
心
も
一
所
に
集
ま
り
、
酒
以
外
の
も
の
は
ま
っ
た
く
知

　
　
ら
ず
、
満
足
そ
う
に
、
嬉
し
そ
う
に
、
同
じ
言
葉
を
繰
り
か
え
し
、
様

　
　
子
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
、
口
元
は
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
ま
ら
な
い
が
、
全
身
こ
れ



95『三瓶梅』にみえる伝統思想と進歩思想

　
　
喜
び
の
気
が
満
ち
満
ち
て
い
る
。
こ
の
人
と
一
緒
に
飲
ん
で
い
る
と
、

　
　
大
い
に
楽
し
く
な
っ
て
く
る
の
だ
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
毎
日
で
も
こ
の

　
　
人
と
飲
む
こ
と
を
望
む
。

　
こ
の
回
君
は
酒
を
飲
み
、
ば
く
ち
を
打
ち
、
女
遊
び
に
明
け
暮
れ
る
人
物
で

あ
る
。
し
か
し
、
衰
中
道
は
こ
の
回
君
の
酒
の
飲
み
つ
ぶ
り
に
憧
れ
を
抱
き
続

け
る
。
こ
の
お
酒
を
飲
む
楽
し
さ
を
追
求
す
る
こ
と
は
『
金
瓶
梅
』
の
中
の
情

欲
を
迫
求
す
る
こ
と
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
代
の
知
識
人
が
生
活

の
「
真
性
情
」
を
追
求
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
庶
民
の
生
き
方
へ
の
憧
れ

は
当
時
の
知
識
人
に
共
通
す
る
精
神
風
景
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
真
性
情
」
を
追
求
す
る
と
同
時
に
、
明
代
の
知
識
人
は
庶
民
の
道
徳
教
化
と

勧
善
懲
悪
を
も
強
調
し
た
。
こ
れ
は
当
時
の
小
説
の
中
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
金
上
梅
』
の
中
に
は
大
量
の
説
教
が
あ
る
。
　
『
金
瓶

梅
』
の
崇
禎
本
の
東
呉
弄
受
皿
の
序
の
中
で
、
『
金
瓶
梅
』
は
世
を
戒
め
る
た

め
に
書
か
れ
た
書
物
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
『
金
瓶
梅
』

後
の
漏
夢
龍
の
「
三
言
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
名
が
『
喩
世
明
言
』
、
『
警
世

通
言
』
、
『
世
世
恒
言
』
で
あ
っ
て
、
　
「
世
を
喩
す
」
、
　
「
世
を
警
め
る
」
、

「
世
を
醒
ま
す
」
と
い
っ
た
教
化
意
識
が
表
に
出
て
い
る
。
そ
の
小
説
の
中
で

も
、
　
『
金
隠
梅
』
と
同
じ
よ
う
に
、
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
意
識
に
よ
．
っ
て
、

書
中
の
人
物
の
行
動
、
言
論
な
ど
に
た
い
し
て
、
批
評
さ
れ
た
。

　
明
の
中
葉
以
降
、
社
会
の
秩
序
は
非
常
に
混
乱
し
た
。
知
識
人
の
多
く
が
危

機
意
識
を
持
っ
て
、
庶
民
の
道
徳
教
化
と
勧
善
懲
悪
を
強
調
し
た
の
は
、
知
識

人
の
「
真
性
情
」
の
一
つ
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
金
瓶
梅
』
の
中
に
も
、
こ
れ
ら
の
「
真
性
情
」
が
含
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
魯
迅
は
『
中
国
小
説
詳
略
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

　
　
　
　
ソ

て
い
る
。

　
　
作
者
は
当
時
の
人
間
生
活
を
知
り
尽
く
し
、
そ
の
筆
は
暢
達
で
あ
る
と

　
　
と
も
に
微
細
で
あ
り
、
容
赦
な
く
暴
露
す
る
と
と
も
に
含
蓄
豊
か
に
暗

　
　
示
し
、
あ
る
い
は
二
つ
の
異
な
る
局
面
を
対
照
的
に
描
く
な
ど
、
変
幻

　
　
の
さ
ま
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
同
時
代
の
小
説
で
こ
れ
以
上
の
も
の
は

　
　
な
い
。
：

　
　
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
市
井
の
淫
蕩
な
男
女
を
写
す
た

　
　
め
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
内
容
と
一
致
し
な
い
意
見
で
あ
る
。
な
ぜ
な

　
　
ら
、
西
門
慶
は
旧
家
の
出
で
あ
り
、
官
吏
に
な
り
、
上
流
階
級
と
つ
き

　
　
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
知
識
人
と
も
往
来
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
一

　
　
家
に
つ
い
て
書
け
ば
諸
方
面
を
罵
倒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
下
層
社
会

　
　
の
百
行
を
描
い
て
、
筆
伐
を
加
え
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
、
魯
迅
は
主
に
『
磁
瓶
梅
』
は
当
時
の
人
間
生
活
を
真
実
に
表
現
し

た
と
同
時
に
、
こ
の
社
会
に
対
し
て
の
批
判
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
社
会
に
対
し
て
の
批
判
も
明
代
の
知
識
人
が
「
真
性
情
」
を
求
め
る
一
側

面
で
あ
る
。
　
『
金
鉱
梅
』
の
作
者
は
人
間
の
本
音
、
生
活
の
中
の
「
真
性
情
」
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を
追
求
す
る
と
同
時
に
、
儒
者
と
し
て
、
　
「
身
を
脩
め
、
家
を
斉
へ
、
国
を
治

め
、
天
下
を
平
ら
か
に
す
」
る
責
任
を
忘
れ
ず
、
『
金
管
梅
』
の
中
に
お
い
て

も
、
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
を
も
強
調
し
た
。
こ
れ
は
儒
者
と
し
て
の

「
真
性
情
」
を
十
分
に
発
揮
し
た
と
い
え
る
。

　
人
間
の
本
性
に
あ
わ
せ
な
が
ら
儒
教
と
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
に
も
も
と
つ

い
た
教
化
性
、
あ
る
い
は
個
人
の
「
情
」
と
社
会
の
「
理
」
、
こ
の
両
者
が
自

然
に
調
和
し
共
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
『
金
器
梅
』
の
作
品
の
意
義
と
魅
力

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　
『
金
華
梅
』
の
中
で
は
、
確
か
に
欲
望
を
追
求
す
る
と
い
う
進
歩
思
想
と
儒

教
、
仏
教
の
伝
統
道
徳
思
想
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
作

者
の
自
身
の
困
惑
と
矛
盾
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
金
瓶
梅
』
が
生

ま
れ
た
明
代
の
社
会
思
潮
、
時
代
の
気
風
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
『
金
瓶

梅
』
は
こ
の
社
会
思
潮
の
影
響
の
も
と
で
生
ま
れ
た
。
　
『
金
丁
丁
』
の
存
在
は

個
別
的
な
現
象
で
は
な
く
、
一
種
の
文
学
現
象
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
自

邸
梅
』
の
登
場
人
物
の
描
写
は
、
忠
実
に
あ
の
時
代
の
庶
民
達
の
風
貌
を
再
現

し
た
。
作
者
の
評
語
の
思
想
内
容
は
、
元
代
、
明
代
の
戯
曲
、
長
編
・
短
編
小

説
な
ど
の
通
俗
文
学
作
品
の
中
に
も
よ
く
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

荒
木
猛
等
等
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
『
金
庭
梅
』
の
作
者
は
元
代
、
明
代
の

長
編
小
説
、
短
編
小
説
、
戯
曲
、
俗
曲
な
ど
を
素
材
と
し
て
採
用
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
　
『
名
簿
梅
』
に
お
け
る
評
語
は
、
作
者

自
身
の
意
識
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代
の
一
種
の
文
学
思
想
を
代
表
す
る
こ
と

も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
の
知
識
人
は
「
真
性
情
」
を
追
求
す
る

こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
。
こ
の
「
真
性
情
」
の
中
に
は
庶
民
の
生
き
方
へ
の
憧

れ
（
欲
望
を
追
求
す
る
こ
と
）
と
儒
仏
旧
教
の
伝
統
道
徳
思
想
を
守
る
こ
と
の

両
様
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
真
性
情
」
を
求
め
る
明
の
文
人
た
ち

は
庶
民
の
文
芸
に
関
心
を
も
ち
、
庶
民
の
生
活
や
考
え
方
に
も
十
分
に
共
感
を

示
し
た
。
こ
れ
は
明
代
の
知
識
人
に
共
通
す
る
精
神
風
景
と
思
わ
れ
る
。
　
『
金

瓶
梅
』
の
作
者
も
明
代
の
知
識
人
の
一
人
と
し
て
、
『
金
瓶
梅
』
の
中
で
、
庶

民
の
心
理
へ
の
興
味
と
儒
仏
両
教
の
伝
統
道
徳
思
想
に
基
づ
い
た
教
戒
性
を
自

然
に
調
和
さ
せ
、
共
存
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
注

1
　
宋
克
夫
「
人
欲
的
正
視
和
人
欲
的
困
惑
」
　
（
『
湖
北
大
学
学
報
』
一
九
九

　
二
年
第
五
期
）
原
文
：
『
金
壷
梅
』
産
生
的
の
明
代
中
葉
、
随
着
商
品
経
済

　
的
発
展
人
立
的
価
値
観
念
発
生
了
深
刻
的
変
革
。
作
為
時
代
風
尚
的
体
現
、

　
対
面
銭
財
富
的
追
求
、
繁
華
生
活
的
享
受
和
人
情
色
欲
下
放
縦
構
成
了
人
椚

　
的
人
生
価
値
取
向
。
　
『
金
油
焼
』
的
作
者
一
方
面
客
観
地
表
現
了
這
些
新
的

価
値
取
向
対
伝
統
価
値
体
系
的
衝
撃
、
同
時
又
希
望
以
倫
理
意
識
、
宗
教
意
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識
和
生
命
意
識
匡
正
世
風
、
而
最
終
陥
干
矛
盾
与
困
惑
押
部
地
。

2
　
支
沖
「
『
金
瓶
梅
』
評
価
新
式
」
　
『
金
船
梅
研
究
』
　
（
復
旦
大
学
出
版
社

　
一
九
八
四
年
十
二
月
）
署
㎝
①
～
α
刈
。
原
文
：
表
現
之
一
是
全
書
貫
串
了
因

　
果
輪
廻
的
小
乗
思
想
。
…
…
将
一
切
圧
迫
、
剥
削
、
謀
殺
的
堅
雪
帰
手
宿
命
、

　
以
仏
法
解
消
。
這
是
符
合
反
動
統
治
的
串
教
鴉
片
、
也
是
書
中
重
要
的
思
想

　
毒
素
。

3
　
王
守
仁
「
伝
習
録
」
下
、
『
王
陽
明
全
集
』
　
（
香
港
浅
智
総
局
、
一
九
五

　
三
年
三
月
）
原
文
：
良
知
ロ
ハ
是
個
是
非
之
心
。

4
　
吉
川
幸
次
郎
述
・
黒
川
洋
一
編
『
中
国
文
学
史
』
　
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四

　
十
九
年
十
月
）
b
ω
雪
。

5
　
李
卓
吾
「
答
鄭
明
府
書
」
李
賛
『
李
氏
焚
書
・
続
焚
書
』
　
（
中
央
出
版
社
、

　
一
九
七
一
年
二
月
）
b
」
G
。
。
原
文
：
無
一
題
言
而
非
真
聖
人
之
言
、
天
下
無

　
一
人
而
不
是
真
聖
人
之
人
明
　
。
…
就
此
百
姓
日
用
処
提
督
一
番
、
如
好
貨
、

　
如
好
色
、
如
勤
学
、
如
進
取
、
如
多
積
金
宝
、
如
多
目
田
宅
、
為
子
孫
謀
、

　
博
釆
風
水
為
児
孫
福
蔭
。

6
　
円
卓
吾
「
霧
笛
石
四
書
」
前
掲
注
5
、
b
ω
。
。
幽
。
原
文
：
穿
衣
喫
飯
、
即

　
是
人
倫
物
理
。
除
却
穿
衣
喫
飯
、
無
倫
理
　
。
世
間
種
種
肌
衣
与
飯
類
耳
。

7
　
『
論
語
』
　
「
子
軍
第
九
」
　
『
四
部
備
要
』
　
（
中
華
書
振
）
。
原
文
：
出
則

　
事
公
卿
、
入
江
事
父
兄
。

8
　
　
『
礼
記
』
　
「
大
学
篇
」
　
『
四
部
備
要
』
　
（
中
華
書
局
）
。
原
文
：
脩
身
、

　
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
。

9
　
張
岱
「
自
警
墓
誌
銘
」
　
原
文
：
蜀
人
四
壁
、
陶
庵
其
号
也
。
少
為
紋
袴

　
子
弟
、
極
愛
繁
華
。
好
精
舎
、
好
美
人
、
好
変
童
、
好
鮮
衣
、
好
美
食
、
好

　
世
譜
、
好
煙
火
、
好
梨
園
、
好
鼓
吹
、
好
古
董
、
好
花
鳥
、
兼
以
茶
淫
酒
虐
…
。

10
@
蓑
蜜
道
「
巽
惟
長
先
生
」
　
『
衷
中
郎
全
集
』
　
（
中
国
文
学
名
著
第
六
集
）

　
（
世
界
書
局
、
中
華
民
国
五
十
三
年
二
月
）
。
原
文
：
目
遣
世
間
之
色
、
耳

　
極
世
間
嵩
置
…
。
一
快
楽
也
。
…
士
有
此
↓
者
、
三
戸
無
塊
、
死
可
不
朽
突
ゐ

11

@
張
翰
『
松
窓
夢
語
』
。
原
文
：
世
俗
農
学
欲
献
眼
、
人
情
以
放
蕩
為
快
。

12

@
小
野
忍
・
千
田
九
一
訳
『
金
野
梅
』
（
『
中
国
古
典
文
学
全
集
』
）
（
平
凡

　
社
、
昭
和
一
二
十
⊥
ハ
年
二
月
〉

13

@
注
1
0
に
同
じ
。

14

@
注
1
2
に
同
じ
。

15

@
注
1
2
に
同
じ
。

16

@
注
1
2
に
同
じ
。

17

@
注
1
2
に
同
じ
。

18

@
『
孟
子
』
　
「
離
婁
上
」
　
『
四
部
四
壁
』
　
（
中
華
書
局
）
。
原
文
：
不
孝
有

　
三
、
無
後
面
大
。

19

@
注
1
2
に
同
じ
。

20

@
鄭
振
鐸
「
談
『
金
瓶
梅
詞
話
』
」
　
（
『
文
学
』
第
一
巻
第
一
期
、
一
九
三

　
三
年
七
月
）
原
文
：
表
現
真
実
的
中
国
社
会
的
形
々
色
々
者
、
舎
『
金
瓶
梅
』
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恐
伯
技
不
到
更
重
要
的
一
部
小
説
了
。

21

@
劉
大
傑
『
中
国
文
学
発
展
史
』
下
（
中
華
世
局
、
一
九
六
三
年
七
月
）

　
巳
8
b
。
。
原
文
、
．
西
門
慶
在
『
金
寄
附
』
這
部
清
里
直
答
了
、
但
在
旧
社
会

　
至
醇
没
有
死
；
不
僅
他
、
凡
團
続
着
他
盤
質
些
人
物
、
都
耐
量
死
。
…
『
金

　
瓶
梅
』
的
債
値
、
便
割
干
官
能
鉤
把
那
一
個
黒
暗
社
会
的
真
実
内
形
描
絵
給

　
我
椚
看
。

22

@
傅
憎
亨
．
楊
愛
野
「
『
金
瓶
梅
』
俗
言
求
因
」
　
（
『
中
国
藩
陽
社
会
科
学

　
輯
刊
』
、
一
九
九
三
年
第
四
期
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

2
3
、
2
4
、
2
5
、
注
1
2
に
同
じ
。

26

@
沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
。
原
文
：
呉
友
薦
猶
龍
見
之
驚
喜
、
窓
恵
書
坊

　
以
重
償
購
刻
。
馬
仲
良
時
権
呉
関
、
亦
勧
余
応
梓
人
之
求
、
可
以
療
飢
。
余

　
白
．
．
「
此
等
書
必
遂
有
人
板
行
、
但
一
出
則
家
伝
戸
到
、
壊
人
心
術
。
他
日

　
閻
羅
究
詰
始
禍
、
何
詞
以
対
？
吾
豊
以
刀
博
泥
翠
哉
。
」
仲
良
大
以
為
然
。

　
遂
固
筐
之
。
未
幾
時
而
呉
中
懸
之
国
門
　
。
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@
勺
b
．
国
9
口
＠
口
　
原
著
、
荒
木
猛
訳
「
金
瓶
梅
の
素
材
」
　
（
『
長
崎
大
学

　
教
養
部
紀
要
』
人
文
科
学
篇
第
三
十
五
巻
　
第
一
号
、
…
九
九
四
年
）
と
荒

　
木
猛
「
話
本
と
『
金
瓶
梅
』
」
　
（
『
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
』
人
文
科
学
篇

　
第
三
十
巻
第
二
号
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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@
入
矢
義
高
訳
注
『
明
代
詩
文
選
』
　
『
中
国
詩
文
選
』
；
二
（
筑
摩
書
房
）
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@
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』
　
（
『
魯
迅
全
集
』
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五

七
年
）
原
文
：
作
者
之
於
世
情
、
蓋
誠
極
洞
達
、
凡
所
形
容
、
或
條
暢
、
或

曲
折
、
或
刻
追
而
尽
相
、
或
幽
伏
而
認
識
、
或
一
時
並
写
両
面
、
使
之
相
形
、

変
幻
之
情
、
裡
面
顯
見
、
同
時
説
部
、
無
以
至
上
。
…
…
至
謂
此
書
之
作
、

治
癒
写
市
井
間
淫
蝿
取
婦
、
則
与
本
文
殊
不
図
。
縁
西
門
慶
故
称
世
家
、
為

摺
紳
、
不
溶
交
通
権
貴
、
即
士
類
長
与
周
旋
、
著
此
一
家
、
即
罵
尽
諸
色
、

蓋
非
独
描
墓
下
流
言
行
、
加
以
筆
伐
而
已
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ω
G
O
ず
慧
閃
塁
σ
q
　
中
国
語
講
師
）


